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『
教
行
証
文
類
』
の
世
界

第
十
七
回

顕
浄
土
真
実
行
文
類
二
（
四
）

高
田
短
期
大
学
学
長

栗

原

廣

海

一
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
い
わ
れ

前
回
は
「
大
行
」
に
つ
い
て
、
「
称
名
破
満
釈
」
と
言

わ
れ
て
い
る
聖
人
の
御
自
釈
を
考
察
し
ま
し
た
。
こ
の
御

自
釈
に
続
き
、
聖
人
は
七
高
僧
の
論
・
釈
を
引
用
し
て
大

行
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
次

の
御
自
釈
ま
で
の
間
に
引
か
れ
る
論
釈
文
は
、
龍
樹
菩
薩

の
『

十

住

毘
婆
沙
論
』
、
天
親
菩
薩
の
『

浄

土
論
』
、

じ
ゆ
う
じ
ゆ
う

び

ば

し
や
ろ
ん

じ
よ
う

ど

ろ
ん

曇
鸞
大
師
の
『
浄

土
論

註

』
、
道
綽
禅
師
の
『
安
楽

集

』
、

じ
よ
う

ど

ろ
ん
ち
ゆ
う

あ
ん
ら
く
し
ゆ
う

そ
し
て
善
導
大
師
の
『
往

生

礼
讃
』
、『
観

経

疏
』「
玄
義

お
う
じ
よ
う
ら
い
さ
ん

か
ん
ぎ
よ
う
し
よ

げ
ん

ぎ

分
」
、
『
観
念
法
門
』
、
『
般
舟
讃
』
と
、
お
び
た
だ
し
い

ぶ
ん

か
ん
ね
ん
ぼ
う
も
ん

は
ん
じ
ゆ
さ
ん

量
に
及
び
ま
す
。

そ
の
中
、
『
観
経
疏
』
「
玄
義
分
」
か
ら
、
次
の
文
を

引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
南
無
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
帰

命

な
り
。

な

も

き

み
ょ
う

ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
阿
弥
陀
仏
と
言

ほ
つ

が
ん

え

こ
う

ぎ

あ

み

だ

ぶ
つ

う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
そ
の

行

な
り
。
こ
の
義
を

ぎ
ょ
う

ぎ

も
っ
て
の
ゆ
え
に

必

ず
往

生

を
得
。

か
な
ら

お
う
じ
ょ
う

う

（
南
無
と
言
う
の
は
、
す
な
わ
ち
帰
命
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
は
発
願
回
向
の
意
味
で
も
あ
る
。
阿
弥

陀
仏
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
が
浄
土
に
往

生
す
る
行
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
こ
の
よ

う
な
意
味
が
あ
る
か
ら
、
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）

善
導
大
師
は
、
名
号
が
も
つ
意
義
を
解
釈
し
て
、
「
南

無
」
に
は
「
帰
命
」
と
「
発
願
回
向
」
と
い
う
い
わ
れ
が
、

「
阿
弥
陀
仏
」
に
は
「
行
」
と
い
う
い
わ
れ
が
あ
る
こ
と

を
、
こ
の
文
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
わ
け

で
す
が
、
聖
人
は
、
こ
の
善
導
大
師
の
六
字
釈
に
基
づ
き
、

名
号
の
い
わ
れ
を
さ
ら
に
詳
し
く
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
が
聖
人
の
、
い
わ
ゆ
る
「
六
字
釈
」
で
す
。
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
れ
ば
南
無
の
言
は
帰

命

な
り
。
帰
の
言
は

至

な

も

ご
ん

き

み
ょ
う

き

ご
ん

し

な
り
、
ま
た
帰
説
な
り
、
説
の
字
は

悦
の
音
な
り
、

き

え
つ

せ
つ

じ

え
つ

こ
え
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ま
た
帰
説
な
り
、
説
の
字
は
、
税
の
音
な
り
、
悦
・
税

き

さ
い

せ
つ

じ

さ
い

こ
え

え
つ

さ
い

の
二
音
は

告

な
り
、

述

な
り
、
人
の

意

を
宣

述

す

に

お
ん

つ
ぐ
る

の
ぶ
る

ひ
と

こ
こ
ろ

せ
ん
じ
ゅ
つ

る
な
り
。

命

の
言
は
、
業
な
り
、

招

引
な
り
、
使

み
ょ
う

ご
ん

ご
う

し
ょ
う
い
ん

し

な
り
、
教

な
り
、
道
な
り
、
信
な
り
、

計

な
り
、
召

き
ょ
う

ど
う

し
ん

は
か
ら
う

し
ょ
う

な
り
。
こ
こ
を
も
っ
て
帰

命

は
本
願

招

喚
の

勅

き

み
ょ
う

ほ
ん
が
ん
し
ょ
う
か
ん

ち
ょ
く

命

な
り
。
発
願
回
向
と
い
う
は
、
如
来
す
で
に
発
願

み
ょ
う

ほ
つ
が
ん

え

こ
う

に
ょ
ら
い

ほ
つ
が
ん

し
て
衆

生

の

行

を
回
施
し
た
ま
う
の
心
な
り
。
即

し
ゅ
じ
ょ
う

ぎ
ょ
う

え

せ

し
ん

そ
く

是
其

行

と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
選

択

本
願
こ
れ
な

ぜ

ご

ぎ
ょ
う

せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん

り
。
必
得
往

生

と
い
う
は
、
不
退
の

位

に
至
る
こ

ひ
つ
と
く
お
う
じ
ょ
う

ふ

た
い

く
ら
い

い
た

と
を
獲
る
こ
と
を
彰
わ
す
な
り
。『
経

』
に
は
「
即
得
」

う

あ
ら

き
ょ
う

そ
く
と
く

と
言
え
り
、
釈

に
は
「
必

定

」
と
云
え
り
。
即
の
言

い

し
ゃ
く

ひ
つ
じ
ょ
う

い

そ
く

ご
ん

は
、
願
力
を
聞
く
に
由
り
て
報
土
の
真
因
決

定

す

が
ん
り
き

き

よ

ほ
う

ど

し
ん
い
ん
け
つ
じ
ょ
う

る
時
剋
の
極
促
を
光
闡
す
る
な
り
。
必
の
言
は

審

じ

こ
く

ご
く
そ
く

こ
う
せ
ん

ひ
つ

ご
ん

つ
ま
び
ら
か

な
り
、

然

と
な
り
、
分
極
な
り
、
金
剛
心

成

就

し
か
ら
し
む

ふ
ん
ご
く

こ
ん
ご
う
し
ん
じ
ょ
う
じ
ゅ

の

貌

な
り
。

か
お
ば
せ

こ
の
「
六
字
釈
」
は
、
ま
ず
、
「
南
無
の
言
は
帰
命
な

り
」
と
、
『
観
経
疏
』
「
玄
義
分
」
の
文
に
従
っ
て
「
南

無
」
と
は
「
帰
命
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
説
し
、
そ
の
「
帰

命
」
が
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
で
あ
る
と
の
結
論
へ
導
く

た
め
に
、
「
帰
」
の
字
と
「
命
」
の
字
を
、
独
自
の
字
訓

に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
帰
命
字
訓
釈
」
と
、

「
発
願
回
向
釈
」
「
即
是
其
行
釈
」
「
必
得
往
生
釈
」
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
、
「
帰
」
の
意
味

「
帰
」
と
「
命
」
の
釈
を
先
人
に
学
び
つ
つ
解
釈
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
帰
」
と
は
「
至
」
、
つ
ま
り
「
至
る
」
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
帰
」
の
第
一
の
意
味
は
、
「
私
た
ち
凡
夫
の
心

が
弥
陀
の
勅
命
に
至
り
趣
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
帰
」
は
「
帰
説
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

き

え
つ

こ
の
「
帰
説
」
の
「
説
」
の
字
は
、
「
悦
」
と
同
じ
意
味

え
つ

で
、
悦
服
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
「
帰
」
の
第
二
の
意

味
は
、「

悦

ん
で
弥
陀
の
仰
せ
に
服
す
る
」
と
い
う
こ
と
、

よ
ろ
こ

す
な
わ
ち
、
「
よ
り
た
の
む
」
（
帰
説
の
左
訓
）
と
い
う

き

え
つ

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
帰
」
は
「
帰
説
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

き

さ
い

こ
の
「
帰
説
」
の
「
説
」
の
字
は
、
「
税
」
と
同
じ
意
味

さ
い

で
、
舎
息
、
す
な
わ
ち
「
家
の
中
で
ゆ
っ
く
り
寛
い
で
休
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む
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
「
帰
」
の
第
三
の
意

味
は
、
「
弥
陀
の
本
願
の
み
こ
こ
ろ
を
寛
ぎ
ど
こ
ろ
と
す

る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
よ
り
か
か
る
」
（
帰
説

き

さ
い

の
左
訓
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
説
」
の
字
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
悦
」
と
「
税
」
の

え
つ

さ
い

二
つ
の
読
み
方
が
あ
る
が
、
「
説
」
と
読
め
ば
、
「
告
げ

せ
つ

る
」
「
述
べ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
人
が
そ
の
思
い
を
言

葉
に
し
て
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
、
阿
弥

陀
如
来
は
「
よ
り
た
の
め
」
「
よ
り
か
か
れ
」
と
大
悲
の

喚
び
声
を
衆
生
に
伝
え
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

「
帰
」
を
「
帰
説
」
と
し
「
帰
説
」
と
す
る
解
釈
は
、
中

き

え
つ

き

さ
い

国
最
古
の
詩
集
で
あ
る
『
詩
経
』
に
よ
っ
て
お
ら
れ
る
よ

う
で
す
。
そ
の
解
釈
を
と
お
し
て
、
「
帰
」
と
は
、
凡
夫

の
心
が
弥
陀
の
勅
命
に
至
り
趣
き
、
よ
り
た
の
ん
で
悦
ん

で
弥
陀
の
仰
せ
に
服
し
、
よ
り
か
か
っ
て
弥
陀
の
本
願
の

み
こ
こ
ろ
を
寛
ぎ
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る

と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
が
、
凡
夫
の
意
志
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
、
「
よ
り
た
の
め
」
「
よ

り
か
か
れ
」
と
私
た
ち
に
喚
び
か
け
、
導
い
て
く
だ
さ
る

弥
陀
大
悲
の
勅
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

三
、
「
命
」
の
意
味

次
に
、
「
命
」
と
は
、
「
業
」
で
あ
り
、
「
招
引
」
で
あ

る
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
次
の

そ
ん
ご
う
し
ん
ぞ
う
め
い
も
ん

文
に
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

真
実
信
を
え
た
る
人
は
大
願
業
力
の
ゆ
え
に
、
自
然

だ
い
が
ん
ご
う
り
き

じ

ね
ん

に
浄
土
の
業
因
た
が
わ
ず
し
て
、
か
の
業
力
に
ひ
か

ご
う
い
ん

ご
う
り
き

る
る
ゆ
え
に
ゆ
き
や
す
く
、
無

上

大
涅
槃
に
の
ぼ

む

じ
よ
う
だ
い

ね

は
ん

る
に
き
わ
ま
り
な
し
と
の
た
ま
え
る
な
り
。
し
か
れ

ば
「
自
然
之
所
牽
」
と
申
す
な
り
。
他
力
の
至
心
信

楽

じ

ね
ん

し

し
よ
け
ん

し

し
ん
し
ん
ぎ
よ
う

の
業
因
の
自
然
に
ひ
く
な
り
。
こ
れ
を
「
牽
」
と
い

ふ
な
り
。
「
自
然
」
と
い
ふ
は
行
者
の
は
か
ら
ひ
に

あ
ら
ず
と
な
り
。

す
な
わ
ち
、
「
業
」
と
は
「
大
願
業
力
」
で
、
阿
弥
陀

だ
い
が
ん
ご
う
り
き

如
来
の
衆
生
救
済
の
は
た
ら
き
の
こ
と
で
す
。
そ
の
業
力

は
、
衆
生
を
無
上
大
涅
槃
へ
と
招
き
、
引
く
は
た
ら
き
で

あ
る
か
ら
「
招
引
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

- 4 -

続
い
て
、「
命
」
は
「
使
な
り
、
教

な
り
、
道
な
り
、
信

し

き
ょ
う

ど
う

し
ん

な
り
、

計

な
り
、

召

な
り
」
と
さ
れ
ま
す
。
「
使
」
と

は
か
ら
う

し
ょ
う

は
、
使
役
の
意
味
で
、
「
そ
う
せ
し
め
て
く
だ
さ
る
」
は

た
ら
き
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
が
凡
夫
を
し
て
、
救
済

し
て
く
だ
さ
る
は
た
ら
き
、
「
教
」
は
「
教
命
」
、
す
な

わ
ち
阿
弥
陀
如
来
が
自
ら
教
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
、「
道
」

は
、
衆
生
が
生
死
を
超
え
る
大
道
の
こ
と
で
、
二
河
白
道

に
説
か
れ
る
「
願
力
の
白
道
」
の
こ
と
、
「
信
」
は
「
真

実
」
で
阿
弥
陀
如
来
の
み
教
え
に
嘘
偽
り
の
な
い
こ
と
、

「
計
」
は
「
は
か
ら
い
」
で
、
種
々
に
善

巧

方
便
し
て

ぜ
ん
ぎ
よ
う
ほ
う
べ
ん

お
救
い
く
だ
さ
る
弥
陀
の
お
は
か
ら
い
の
こ
と
で
す
。

「
召
」
は
「
召
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
弥
陀
如
来
が
私
ど

も
凡
夫
を
浄
土
に
召
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
、
直
ち

に
来
た
れ
と
呼
び
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら

わ
し
て
い
ま
す
。

四
、
本
願
招
喚
の
勅
命

以
上
の
よ
う
に
、
聖
人
は
、
「
帰
」
と
「
命
」
の
二
字

の
意
味
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
阿
弥
陀

如
来
の
勅
命
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
さ
れ
た

の
で
す
。
そ
こ
で
、「
こ
こ
を
も
っ
て
帰

命

は
本
願

招

喚

き

み
ょ
う

ほ
ん
が
ん
し
ょ
う
か
ん

の

勅

命

な
り
」
と
述
べ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
帰
命
字
訓
釈
」

ち
ょ
く
み
ょ
う

を
結
ば
れ
る
の
で
す
。

「
帰
命
」
と
は
、
本
来
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ナ
マ

ス
」
の
訳
語
で
、
そ
の
音
写
が
「
南
無
」
で
す
。
そ
の
一

般
的
な
意
味
は
、
「
身
命
を
投
げ
出
し
て
仏
の
教
え
に
従

う
こ
と
」
で
あ
り
、
衆
生
の
意
志
・
計
ら
い
に
基
づ
く
仏

道
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
が
、
聖
人
は
そ
の
行
為
の
主
体

を
衆
生
か
ら
如
来
に
転
換
し
、
「
帰
命
」
と
は
、
「
ま
か

せ
よ
、
必
ず
救
う
」
と
喚
び
か
け
て
い
て
く
だ
さ
る
如
来

の
勅
命
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。

『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
、
「
帰
命
と
申
す
は
如
来
の
勅

命
に
し
た
が
う
こ
こ
ろ
な
り
」
と
言
わ
れ
、
「
帰
命
は
す

な
わ
ち
釈
迦
・
弥
陀
の
二
尊
の
勅
命
に
し
た
が
い
て
召
し

に
か
な
う
と
申
す
こ
と
ば
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

よ
り
た
の
み
、
よ
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
帰
命

せ
よ
と
の
如
来
の
、
決
し
て
捨
て
給
わ
な
い
決
意
の
喚
び

声
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。


